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荻

凌

狙

裸

-
-
そ

の

文

学

者
と

し

て

の

一

面
に

つ

い

て

-
1

一

福
輸
通
人

作
｢

郭
中

掃

除
+

(

安

永
六

年
)

と

い

う

洒
落
本

が

あ

そ
よ

ノ

じ

る
｡

書
名
は

､

む

ろ

ん
､

｢

郭
註

荘
子
+

の

も

じ

り

で

あ

ろ

う
が

､

こ

も
ん

じ

そ

ら

い

そ

れ

よ

り

も
､

吉
原
の

茶
屋

古
文

字
(

古

文
辞
)

屋
に

遊
ん

だ

祖

礼

く

る

あ

(

マ

マ

)

(

狙

彿
)

が
､

｢

此

郭
の

繁
葦
に

な

り

昔
の

湯
屋
の

廃
た

る

を

こ

し

太

夫

椅
子
の

絶
た

る

を

取

立
る

計
策
+

を

問
わ

れ

て

吉
原
の

経
済

を

講
じ

､

そ

れ

を

南
角

(

南

部
)

が

筆
記

す
る

と

い

う

趣
向
が

お

も

し

ろ
い

｡

も
っ

と

も
､

こ

の

趣
向

､

お

お

よ

そ

は

作
者
未
詳
の

｢

聖

遊
廓
+

(

宝

暦
七

年
)

に

負
っ

て

お

り
､

で

き

ば

え

払
二

一

番
煎

じ

だ

け
の

も
の

で

し

か

な
い

｡

し
か

も
､

阻
彿
と

い

え

ば
､

古
文

辞
を

唱
え

､

経

済
を

説
き

､

門
下
に

放
蕩
無

顧
の

徒
を

集
め

た

も

梅

谷

文

夫

の

と
､

当

時
､

世

俗
一

般
は

了

解

し
て

い

た

は

ず
で

あ

る
｡

だ

か

ら
､

せ
っ

か

く
の

趣
向

も

実

に

つ

き

す

ぎ
､

い

わ

ば

常

識
的
で

､

趣
向
の

た

て

か

た

も
､

洒

落
と

い

う
よ

り

椰

掩
で

あ

る

こ

と

が
､

さ

ら

に

品

を

賎
し

く
し

て

い

る

こ

と

は

呑
め

な
い

｡

し

か

し
､

こ

の

こ

と

は
､

阻

彿
に

つ

い

て

書
こ

う
と

し
て

い

る

わ

た

し

に

と
っ

て

は
､

む

し

ろ

好
都
合
で

あ

る
｡

と

い

う
の

は
､

椰
輸
で

あ

る

故

に
､

月

次
で

は

あ

る

が
､

阻
彿
学
の

問
題
点

を

妥
領
よ

く

整
理

し

て

く

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

た

だ

い

っ

た

い
､

祖

彿
の

古
文

辞
の

説
と

は
､

｢

但

李
千

鱗
先

生
の

癖

や
つ

､か
れ

を

僕
ま
ね

た

る

こ

と
+

と

｢

郭
中

掃
除
+

に

も

あ

る

ご

と

く
､

明

の

李

攣

竜
･

王

世

貞
ら
の

所
謂

格
調
の

説
の

顕
著
な

影

響
の

も

と

に

唱
え

ら

れ

た

も
の

で
､

要
す

る

に
､

漠
以

前
の

古
文

辞

を

以
て
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詩
文

を

作
し

､

議
論
を

斥
け
て

叙
事
に

徹
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

け

ん

え

ん

も
っ

と

も
､

そ

う
は
い

っ

て

も
､

租
裸
の

学
説

･

思

想
は
｢

護
国

随

筆
+

(

正

徳
四

年
)

を

さ

か

い

と

し
て

大
き

く

転
回

し

た

の

で
､

古

文

辞
の

読
も

､

そ

れ

に

と

も

な
い

､

若
干
の

変
化
を

来
し

て

い

る
｡

(

1
)

そ

れ

に
､

祖
彿
じ

し

ん

も
い

う
よ

う
に

､

李
･

王
二

家
は

､

生

涯

そ

の

力
を

詩
文

に

用
い

て

経

術
に

及
ぶ

こ

と

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る

が
､

狙
彿
は

､

李
･

王

の

学
を

語
り

は

し

た

が
､

そ

れ

を

さ

ら

に

発
展
さ

せ

て

経

術
に

応
用
し

､

つ

い

に

そ

の

久
し

く

奉
じ
て

来

た

宋
学
を

克
服
し

､

独

自
の

古

学
を

う

ち

た

て

た

こ

と

も

忘
れ

る

わ

け

に

は

い

か

な
い

で

あ

ろ

う
｡

狙

彿
は

､

も

と
も

と
､

わ

が

国

の

学
者
が

､

返

点
･

送

仮

名
を

附
し

た
､

い

わ

ば

翻
訳
を

テ

キ

ス

(

2
)

ト

と

し
て

中

国
の

典
籍
を

学
ん

で

い

る

状
態
に

あ
き

た

ら

ず
､

正

徳
元

年
十

月
に

は
､

岡
嶋
冠
山

を

迎
え

て
､

訳

社
と

称
す

る

中

国

語

講
習
会
を

さ

え

結
ん

で
､

門

下
の

詔
生

に

唐
音
を

学
ぶ

こ

と

を

げ
ソ

い

奨
め

､

つ

い

に

は
､

｢

吾

党
ノ

学

者
ハ

｡

陸

中

語
卜

雄
モ

｡

亦

麒

(

3
)

倒
セ

ズ
｡

+

と

豪
語

す
る

ま

で

に

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

も
､

程
順

別
の

｢

六

論

街
義
+

が

島
津
富
貴
よ

り

幕
府
に

献
上

さ

れ
､

そ

の

訓
点

を

大

学

守
林
鳳
岡
に

命
ぜ

ら
れ

た

が

満
足
す
べ

き

も
の

が

得

ら
れ

ず
､

ま

た
､

和
訳

を

木

下

菊
渾

･

墓

場
巣
に

も

下

命
あ
っ

た

が
､

中

国
の

俗
語
を

よ

く

解
す
る

も
の

に

行

な

わ

せ

る

に

し

か

な

一

一
1

｡

妙

い

と

し
て

､

結
局

､

粗

雑
に

起
っ

て

き

た

と
い

う

事

実
が

あ
っ

て

(

4
〕

み

れ

ば
､

祝
祷
が

何
と

い

お

う

と
､

他
の

学
者
た

ち

は

黙
せ

ざ

る

〔

5
)

を

え

な
か
っ

た

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

唐
講
研

究
が

学

者
の

間
に

流
行

し
た

の

は
､

祖

彿
の

影

響
と

の

み

断
ず
る

わ

け

に

は

い

か

な

い

が
､

い

く

ら

か

の

役
割
を

は

た

し

た

こ

と

は

否

定
で

き

ま
い

｡

阻

や

く

も
ん

せ

ん

て

い

裸
の

著
｢

訳
文

窒

蹄
+

(

正

徳
五

年
)

を

も

じ
っ

た

洒

落
本
｢

渡
文

穿
袋
+

(

安
永

八

年
)

が

朱

楽

館
主

人
に

よ

っ

て

作
ら

れ
､

明
･

清

の

小

説
中
に

あ

ら
わ

れ

る

俗
語
の

語

彙
を

列
挙
し

て
､

こ

れ

を

売

物
と

し

た

の

も
､

そ

う
し

た

時
好
に

か

な
っ

た

試
み

で

あ
っ

た

わ

け
だ

｡

い

や
､

そ

ん

な
こ

と

は
､

こ

こ

で

は

ど

う
で

も

よ

い
｡

と

も

か

く
､

祖
裸
は

､

唐
話
の

研

究
を

進
め

れ

ば

進
め

る

ほ

ど
､

和

訓
に

よ

る

中

国

典

籍
の

理

解
が

そ

の

正

し
い

把

握
を

妨

げ
て

い

る

こ

と

を

痛
感
し

な
い

わ

け
に

は

い

か

な

か

っ

た
｡

｢

和
訓
ヲ

以
デ

(

6
)

書
ヲ

読
ム

｡

唯
其
ノ

意
ヲ

得
テ

｡

其
ノ

語

ヲ

得
ズ

｡

+

と

い

う

意

味
の

こ

と

を
､

く

り

か

え

し
､

祖
彿
が

人
に

語
っ

て

い

る

の

も
､

そ

の

こ

ろ

の

こ

と

と

思

わ
れ

る
｡

ま

た
､

そ

の

門
下
の

諸
生

の

為

に

学

問
の

法

を

定

め
て

､

ま

ず
､

ま
っ

さ

き
に

崎
陽
の

学
(

唐

話
)

を
な

ら

わ

せ

る

こ

と

と

し
､

そ

の

間
は

､

教
え
る

に

中

国
の

俗
語

を

以

て

し
､

読
詞
は

聾
者
を

用
い

､

翻
訳
は

わ

が

任
語
を

駆

使
し

て

行
な
い

､

絶
対
に

和
訓
麹

環
の

読
法
を

さ

せ

ず
､

ひ

た

す
ら

唐

湖
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講
に

習

熟
さ

せ
､

そ

の

後
､

漸
々

に

経
子

史
集
四

部
の

書
を

与

え

(

7
)

て

読
ま

せ

る

こ

と

を

試
み

た

り

も

し

た
｡

訳

社
の

一

員
で

あ
っ

た

安
藤
東
野

･

太

宰
春

台
を

は

じ

め
と

し

て
､

讃
門
の

諸
生

が
､

多

か

れ

少
な

か

れ
､

唐
話
の

素
養
を

有
し

た

の

は

当

然
の

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

し

か

も
､

祖
裸
は

､

そ

ん

な

時
期
に

､

偶
然
で

あ
っ

た

ろ

う
が

､

李
･

王
の

苔
を

手
に

す
る

機
会
を

も
っ

た

の

で

あ
る

｡

湯
浅
常
山

の

伝
え

る
､

｢

阻
彿
ハ

庫
一

ツ
ニ

書
物
ノ

払
ア

リ

タ

ル

ヲ
､

金

六

十

両
ニ

テ

カ
ハ

レ

タ

リ
｡

其
中

程
々

ノ

書
物
ア

リ

テ
､

四

部
稿

､

干

鱗
集

､

名

山

歳
晩
洞
稿

､

天
目

集
､

李
本

革
集
ナ

ド
､

明
ノ

書

(

8
)

彩
シ

ク

ア

リ

シ

ト

也
｡

家
財
ヲ

売

払
ヒ

テ

カ

ハ

レ

シ

ト

ナ

リ
｡

+

と
い

う
秩
事
が

そ

れ

で

あ

れ

ば

は

な

は

だ

お

も

し

ろ
い

が
､

確
証

は

な
い

｡

祖
裸
じ

し

ん

は
､

李
･

王

と
の

出

道
い

を
､

｢

中

年
李

干

鱗
王

元

美
ノ

集
ヲ

得
テ

以

テ

之
ヲ

読
ム

｡

率
ネ

古
語
多
シ

｡

得

テ

之
ヲ

読
ム

べ

カ

ラ

ズ
｡

是
二

於
テ

発
憤
シ

以

テ

古

書
ヲ

読
ム

｡

其
ノ

誓
テ

日

東
漢
以

下
二

渉
ラ

ゲ

ル

コ

ト
｡

亦

干

鱗
氏
ノ

数
ノ

如

ク

ス

ル

コ

ト
｡

蓋
シ

年
有
り

｡

六

経
ヨ

リ

始
テ

｡

西

淡
二

終
り

｡

終
テ

復
姶
メ

｡

循
環
端
無
シ

｡

久
シ

テ

之
二

熟
ス

レ

バ

｡

菅
二

其

ノ

ロ

ヨ

リ

出
ス

ガ

若
ク

ナ

ル

ノ
､

､

､

ナ

ラ

ズ
｡

其

ノ

文

意

互
二

発

テ
｡

復
注

解
ヲ

須
ヒ

ズ
｡

然
ル

後
ハ

二

家
ノ

集
｡

甘
キ

コ

ト

庶
ヲ

敬
フ

ガ

如
シ

｡

是
二

於
テ

首
ヲ

回
テ

以

テ

後
儒
ノ

解
ヲ

観
レ

バ

｡

紺

(

9
)

3

批

謬

悉
ク

見
ユ

｡

+

と

語
っ

て

い

る
｡

組

彿
に

と
っ

て
､

こ

の

出

遭
い

が

重

大
な

意
義
を

有
し

て

い

た

こ

と

は
､

彼
じ

し

ん
､

｢

天

(

1 0
)

ノ

寵
霊
+

で

あ
っ

た
と
い

っ

て

い

る

こ

と

で

も

明

ら
か

だ
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

れ

を

機
会
に

､

狙
裸
は

､

そ

の

か

ね

て

崇
奉
し

て

き

た

宋
儒
の

伝
注
が

､

経
書
の

字
句
を

己

れ

の

学
説
に

都
合
の

よ

い

よ

(

H
)

う
､

柾
げ

て

解
釈
し
て

い

る

こ

と

に

気
づ

き
､

今
言
を

以

て

古
言

(

1 2
)

を

視
る

宋
学
を

廃
し

､

こ

れ

を

六

経
の

事
と

辞
と
に

求
め

て
､

新

た

に
､

所
謂
古
学
を

樹
立

す
る

こ

と
に

な
っ

た

か

ら

で

あ

る
｡

も

ち
ろ

ん
､

狙
彿
が

そ

こ

へ

到

達
す
る

ま
で

に

は
､

な

お

曲

折
が

あ

っ

た
｡

な
か

で

も
､

京

都
堀

川
に

教
授
し

た

伊

藤

仁

斎

は
､

｢

郭

中

掃

除
+

に

も

祖
礼
を

指
し

て
､

｢

堀
川

先
生
の

か

た

ハ

あ

れ

ど

も

肯
き
ハ

藍
よ

り

出
で

藍
よ

り

も

又

青
し

ど
ふ

で

も

此

お

江

戸
で

の

親
玉

外

に

相

手
が

ご

ざ

り

ま

せ

ぬ
+

と

あ
る

よ

う
に

､

狙
裸
が

宋
学
を

廃

し
て

古
学
に

む

か

う

決
定

的

な

き
っ

か

け

を
､

彼
に

与

え

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

経
緯
と

は

こ

う
で

あ

る
｡

狙
彿
の

同

僚

に

仁
斎

門
の

辺

子

固
な

る

も
の

が

い

て
､

祝
祷
の

見

解
が

仁

斎
の

説
く

所
と
L

く

似
て

い

る

と
い

う
｡

し
か

し
､

よ

く

質
し
て

み

る

と
､

必

し

も

祖
裸
に

得
心
の

い

く

も
の

で

は

な
い

｡

そ

こ

で
､

子

固
を

介
し
て

仁

斎
に

手

紙
を

送
り

､

意
見
の

交

換
を

も

と

め

た
｡

坤

1聯
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と

こ

ろ
が

､

謙
虚
無
我
し
+

聞
い

て

い

た

仁

斎
な

の

に
､

一

年
に

垂

ん

と

し

て
､

な

お
､

返

事
を

よ

こ

さ

な
い

｡

そ

し

て

仁

斎

は

死
ん

だ
｡

し
か

も
､

そ

の

徒
は

､

仁

斎
の

遺
稿
を

出
版
す

る

に
､

狙
裸

の

書

を

以
て

巻
尾
に

附
す

と

い

う

非
礼
を

さ

え

犯

し

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

至
っ

て
､

組
裸

は

い

よ

い

よ

仁

斎

の

学

を

疑
い

､

｢

語

孟

字

義
+

二
辛
永
二

年
)

｢

童
子

間
+

(

宝

永
四

年
)

等
､

仁

斎
の

著
を

閲

読
し
て

み

る

と
､

要
す
る

に

そ

の

学
は

､

門
戸
を

立
て

る

た

め
の

売
名
の

わ

ざ

で

し

か

な
い

の

で

あ
っ

て
､

子

固
は

､

ま

ん

ま
と

仁
斎
に

託
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

狙
彿
の

い

い

分

は

ほ

ぼ

(

1 3
)

こ

ん

な

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

堀
川

派
の

連
中
の

し

う

ち
が

よ

ほ

ど

腹
に

す
え

か

ね

た

と

見
え

て
､

く

り

か

え

し
､

こ

れ

を

周

囲
に

訴

(

1 4
)

え

て

い

る
｡

こ

う

し
て

祖
裸
は

､

し

ば

ら

く

は
､

や
っ

き

と

な
っ

て

仁

斎
の

学

説
の

非
を

暴
く
こ

と

に

熱

中

し

た
｡

後
に

､

狙

裸

は
､

そ

の

こ

ろ
の

い

わ

ば

記

念
と

も

い

う
べ

き

｢

謹
園

随
筆
+

を

回

想
し

て
､

｢

其
ノ

時
旧

習

未
ダ

祀

ラ
ズ

｡

見

識

未
ダ

定

ラ

ズ
｡

(

1 5
)

客

気

未
ダ

消
ユ

ズ
｡

今
ヨ

リ

之
ヲ

観
レ

バ

｡

惧

悩
殊
二

甚

シ
｡

+

と

い

っ

て

い

る
｡

旧

習

と

は
､

こ

の

時
ま

だ

宋
学

を

克
服
し

て

い

な
か

っ

た

こ

と

を

指
し

て

い

る

の

だ
｡

そ

し
て

､

そ

の

所

謂
古

学

を

成

し

と

げ
た

阻
裸
は

､

｢

陽
明

仁

斎
ノ

如
キ

ハ

｡

亦

宋

儒

ヲ

排

ス

ル

者
ナ

リ
｡

然
ド

モ

唯

其
ノ

心
ヲ

以
テ

之
ヲ

言
ヒ

｡

諸
ヲ

辞
ト

山

_

(

1 6
)

事
ト
ニ

求
ム

ル

コ

ト

ヲ

知
ラ

ズ
｡

亦
宋

人
ノ

類
タ

ル

ノ
､

､

､

｡

+

と
､

高
ら
か

に

い

い

は

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

二

で

は
､

祖
林
学
の

い

わ

ば

出
発
点

と

な
っ

た

古
文

辞

の

説

と

は
､

い

か

な

る

内

容
の

も

の

で

あ
ろ

う
か

｡

阻
裸
は

､

そ

れ

を
､

｢

華
和
ヲ

合
セ

テ

之
ヲ

一

ニ

ス

ル
｡

是
レ

吾
ガ

訳

学
ナ

リ
｡

古
今

(

1 7
)

ヲ

合
セ

テ

之
ヲ

一

ニ

ス

ル
｡

是
レ

吾
ガ

古
文

辞

学

ナ

リ
｡

+

と

定

(

1 8
)

義
し

た

こ

と
も

あ
っ

た
｡

そ

の

意
は
こ

う
で

あ

る
｡

お

よ

そ
､

古

書
の

語

は
､

皆
､

簡
短

で

あ

り
､

文

雅
で

あ

る

が
､

後
世
の

文

辞

は
､

皆
､

冗

長
で

あ

り
､

卑
俗
で

あ

る
｡

簡
短
で

あ

る

と

は
､

多

少
の

言

語
･

助

辞
を

加
え

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

は

じ

め

て
､

そ

の

意
義
が

通

ず
る

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

冗

長
で

あ

る

と

は
､

逆
に

､

若
干
の

言
語

･

助

辞

を

省
く
こ

と

に

よ

っ

て
､

古

辞
に

近
づ

く

と

い

シ
こ

と
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

古
書
の

辞
に

は

含
蓄
が

あ

り
､

余

韻
が

あ

る

が
､

後
世
の

文

辞
は

義
趣
が

露
わ

で
､

深
い

味
わ

い

に

欠
け

る

と

い

う
わ

け
だ

｡

い

い

か

え

れ

ば
､

後
世
の

文

章
は

､

た

だ
､

一

筋
に

論
理

を

辿
っ

て

ゆ

け

ば

よ

い

が
､

古
文

辞
は

､

志

意

に

よ
っ

て

じ

だ

ら

く
に

読
む
な

ら
､

何
と

で

も

解
釈
の

つ

/
､

も

の

一
.

⊥

で

あ

り
､

言
外

に

隠
れ

た

意
味
を

探
り

あ

て

て
､

条
理

正

し

く
こ

お
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れ

を

読
み

と

る

に

は
､

高
度
に

精
確
な

読
書
力
が

要
求
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

古

文

辞
を

学
ん

で

読

書
力

を

養
っ

て

お

け

ば
､

後
せ
の

文

章
は

､

容
易
に

､

読
破

で

き

る
｡

い

っ

た

い
､

文

章
の

方
法

と

し
て

は
､

古

来
､

達
意
を

主

と

す
る

も

の

と
､

修

辞

を
重

ん

ず
る

も
の

と
の

二

派
が

あ
っ

て
､

抗
争
し

て

き

た

が
､

達
意

･

修

辞
は

実

は

頼

義

嘉
す
る

も

の

で

あ
っ

て
､

値
辞
を

無

視

し

て

達
意
が

で

き

る

は

ず
は

な
い

｡

だ

か

ら
､

漢
以

前
は

､

た

と

え

ば
､

｢

孟

子
+

･

｢

筍
子
+

･

｢

老

子
+

･

｢

列
子
+

･

｢

韓
非

子
+

･

質

誼
･

司
馬

遷
･

班

固
ら
は

､

達
意
を

主

と

す
る

が

修
辞
を

軽

ん

ぜ

ず
､

ま

た
､

｢

春

秋
左

氏

伝
+

･

｢

国

語
+

･

｢

荘

子
+

･

｢

離

騒
+

･

司

馬
相

加
･

楊
雄

ら
は

､

修
辞
を

主

と

す
る

が

達
意
を

忘
れ

た

こ

と

は

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

が
､

後
淡
時
代
を

む

か

え

る

と
､

大

勢

は

修
辞
に

偏
し

て

晦
渋
な

文

章
が

は

び

こ

り
､

達
意
派

は

家
々

た

る

も
の

と

な
っ

て

し

ま

う
｡

六

朝
以

後
は

､

修
辞

派

は
い

よ

い

よ

浮

靡
に

な

り
､

唐
に

至
っ

て

極
ま
っ

た

の

で
､

韓
退

之
･

柳
宋
元

が

出
で

て

達
意
を

唱

え
､

宇

宙

を
一

新
し

た
｡

し
か

し
､

韓
･

柳

は

法

を

前

漢
以

前
に

求

め

た

の

で
､

よ

く

修
辞
派
の

末
期
的
な

症

状

を

正

し

糾
た

が
､

こ

れ

に

続
く

､

欧
陽
修

･

蘇
東
城
以

下
の

作

者
は

､

法
を

純
･

柳
に

求
め

た

の

で
､

再
び

末
期
的

症
状
を

呈

す

る

に

至
っ

た
｡

そ

の

流
弊
は

､

語
録
の

語

を

別

鮪
し

て

古

文
と

思

い
､

議
論
に

勝
る

も

叙
事
に

劣
っ

た

点
に

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

文

朋

草
の

大

業
は

史
に

し

く
は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

六

経
が

叙
事
で

あ

る

こ

と

は

も

ち

ろ
ん

､

文
の

最
た

る

も

の

と

い

わ

れ

る

左
･

騒
･

班
･

馬
も

ま
た

､

決
し

て

議
論
の

文
で

は

な
い

こ

と

を

想

起

す
べ

き

で

あ

る
｡

そ

こ

で

李
･

王
二

家
が

起
っ

て

修
辞
を

唱

え
､

古
文

辞
を

以
て

法
と

し

た

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

こ

そ
､

一

大

快

事

と

評

す
べ

き

で

あ
ろ

う
｡

｢

蓉
園

随
筆
+

の

こ

ろ
の

祖
裸
の

文

章
観
は

､

ほ

ぼ
､

こ

ん

な

ぐ
あ
い

で

あ
っ

た

と

考

え

て

よ

い
｡

そ

の

特

色

は
､

李
･

王

を

と

く

に

重

ん

じ
た

と

は

い

え
､

こ

れ

に

韓
･

柳
を

せ

ん

加
え

た

四

大

家
を

作
文
の

範
と

し
て

い

る

こ

と

で
､

｢

四

家

薦
+

(

1 9
〕

(

宝

磨

十
一

年
)

を

撰
ん

だ

意
図

も
､

ま

た
､

同

じ
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

韓
･

柳
の

所
謂
古

文
に

対

す
る

評
価
は

､

や

が

て

大
き

く

転
回

す
る

｡

の

ち

に

な
っ

て
､

狙
彿
は

､

そ

れ

を
､

｢

韓
欧

亦
自
ラ

古
文
ヲ

称
ス

｡

其
ノ

之

ヲ

今
文
卜

謂
フ

ハ

｡

我
ヨ

(

2 0
)

り

之
ヲ

言
フ

ナ

リ
｡

+

と
､

誇
ら
し

げ
に

語
っ

て

い

る

が
､

あ

た

か

も

そ

れ

は
､

祖
裸
の

古

文
辞
の

説
が

､

仁
斎

学
批

判
の

過

程
に

お

い

て
､

徐
々

に

古
学
に

変
貌
し
て

い

っ

た

こ

と

と
､

軌
を
一

に

し
て

い

た

の

で

あ

っ

た
｡

｢

蒙
園
随
筆
+

を

み

る

と
､

祝

祷

は
､

仁

斎

が
､

こ

と

に

甚
し

く

理

を

恵
む

と

称

し

な

が

ら
､

そ

の

著

｢

語
孟

字
義
+

｢

童
子

問
+

｢

大

学
弁
+

な

ど

が

勃
率
た

る

理

窟
で

_
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(

2 1
)

埋
め

ら

れ

て

い

る

こ

と

を
あ

げ
､

そ

の

硬

語

強

弁
も

､

要
す
る

に
､

先

儒
を

排
撃
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

自

己
の

門

戸
を

立

て

よ

う

と

(

2 2
)

し

た

も
の

で

し
か

な
い

と

極
め
つ

け

て

い

る
｡

あ

る

い

は

ま

た
､

仁

斎
の

文
章
は

議
論
で

み
り

､

詩
は

宋
詩
を

あ

が

め

た

五

山
の

詩

僧
の

余
習
を

脱
せ

ぬ

も

の

で
､

要
す
る

に
､

仁

斎
の

頭
は

理

窟
に

(

2 3
)

よ
っ

て

埋

め

ら
れ

て

い

る
､

と

も

評
し
て

い

る
｡

つ

ま

り
､

祝

祷

は
､

宋
単
に

な
お

拠
り

な
が

ら

も
､

仁

斎
に

触
発
さ

れ

て

か

ち

え

た

｢

理
+

の

排
斥

と
い

う
論
理

を

武
器
に

､

古

学
の

思

想
に

近
づ

い

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

そ

の

所

謂
理

､

′
な

い

し

は

理

窟
と

は
､

時
と

と

も
に

多
少
は

変
化

を

し

た

が
､

要
す
る

に
､

｢

世

儒
理
二

酔
テ

｡

道
徳
仁

義
｡

天
理

人

欲
｡

ロ

ヲ

衝
テ

以

テ

発

(

2 4
)

ス
｡

不

侯
之
ヲ

聞
ク

毎
ニ

､

便
チ

嘔

囁
ヲ

生
ズ

｡

+

と

い

う

狙

彿

の

こ

と

ば
で

明

ら
か

な
よ

う
に

､

道
学

先
生
の

そ

れ

を

指
し

て

い

る

の

だ
｡

と
い

う
の

は
､

祖
彿
の

考
え

で

は
､

学
者
は

､

経
書
の

信
顧
す
べ

き

テ

キ

ス

ト

と
､

そ

れ

か

ら

実
証

的

に

帰
納
さ

れ

る

唐

虞
三

代
の

帝

王
の

礼
楽
(

社

会

秩

序
を

維

持
す
る

に

不

可

欠
の

法

律
･

制

度
な
い

し

は

良

風
･

美
俗
)

と

を
､

私

意
を

ま

じ

え

ず

後
世
に

伝

(

2 5
)

え

る

の

が

務

め
で

あ

り
､

礼
楽
の

制
作
は

､

聖
人

に

よ
っ

て

は

じ

(

26
)

め
て

可

能
な

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ
が

､

世
の

道
学
先

生

な

る

も
の

は

身
を

聖

人
に

擬
し

､

礼
楽
を

措
い

て
､

仁

義
道
徳
を

講
説
す
る

♯

恥

故
に

､

狙
彿
よ

り

す
れ

ば
､

学
者
に

あ
る

ま
じ

き

侶
倣
な

態

度
と

(

2 7
)

見
ら

れ

る

わ

け
で

あ
る

｡

し

か

し
､

世
間
は
こ

れ

を

誤
解

し
､

こ

と

に

そ

の

門
下
に

､

平
野
金

華
を

は

じ

め
､

ゝ
放
埼
無
恕
の

徒
を

集

め

た

の

で
､

他

学
派
の

批
難
は
こ

こ

に

集
中
し

､

｢

部

中

掃

除
+

で

も
､

祖

礼
に

､

｢

来
た

か
っ

た

け

れ

ど

も
つ

れ

の

親
父
ハ

道

学
先

生

と

て

ふ

き

み

そ

な

め
た

や

う
な

や

つ

此
や

う

な

も
の

と

同

道
し

や

う
よ

り

む

し

ろ

曲
芸
の

や

つ

と

同

道
せ

ん

が

ま
し
+

と

噴
か

せ

た

り
､

譲
門
で

た

だ

び

と

り
､

道
徳
修

養
を

重
ん

じ
て

､

狙

彿
に

批

判
的
で

あ
っ

た

太

宰

春
台
に

擬
し

た

春
会

を
､

｢

例
の

へ

ん

く
つ

著
+

と

両
角
(

南
部
)

に

い

わ

せ

て

椰
輸
す
る

あ

り

さ

ま
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

｢

人

も

括
物
に

候
を

､

純
な

ど

に

て

縛

り

か

(

2 8
)

ら

げ
た

る

ご

と

く

見

候
は

､

誠
に

無

用
の

学
問
+

で

あ

る

と

考
え

た

阻
彿
は

､

い

ま
や

完
全

に

宋
学
の

呪

縛
を

脱
し

て
､

｢

風
雅
文

才

(

2 9
)

の

の

び

や

か

な

る

事
+

に
､

偽
り
の

な
い

人

間
性
を

み

と

め
､

こ

こ

で

は

じ

め
て

､

文

学
が

文

学
と

し

て

存
在
す
る

こ

と
の

意
義
と

価
値
と

を

発
見
す
る

｡

す
な
わ

ち
､

祖
裸
は

､

詩
文

章
の

学
は

無

益
か

と

い

う
間
に

答
え
て

､

五

経
の

中
に

｢

詩
経
+

と
い

う

詩
集

が

含
ま

れ

て

い

る

が
､

こ

れ

は
､

わ

が

国
の

歌
集
と

同
じ

七

う
な

も
の

で

あ
っ

て
､

別
に

､

心

身
を

修
め

る

為
の

道
理

や
､

天
下

国

り

J

家
を

治
め
る

術
な

ど

を

説
い

た

も
の

で

も

な

く
､

古
の

人
が

､

憂

朗
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き
に

つ

け
､

嬉
し

き

に

つ

け
､

感
じ

た

こ

と

を

表

現
し

た

ま

で

の

こ

と

で

あ
っ

て
､

人

情
に

よ

く

叶
い

､

表
現
が

美
し

く
､

ま

た
､

そ

の

時
代
の

風
俗
の

よ

く

描
写

さ

れ

て

い

る

も
の

を
､

聖
人
が

字

(

3 0
)

句

を

剛
潤
し

て

撰
ん

だ

も

の

で

あ

る
､

と

論
じ

て

い

る
｡

す

な
わ

ち
､

｢

詩
ハ

偶
語
ナ

リ
｡

喜
怒

哀
楽
中
二

欝
シ

テ

外
二

発
ス

｡

百

千
ノ

語
ヲ

累
ヌ

ト

雄
モ

｡

英

気
平
ラ

カ

ナ

ル

コ

ト

能
ハ

ズ
｡

是
二

於
テ

己
ム

コ

ト

ヲ

得
ズ

シ

テ

之

ヲ

沓
嗟
シ

｡

之
ヲ

昧

嘆
シ

｡

ロ
ニ

歌
ヒ

｡

手
二

舞
ヒ

｡

片
言

隻
語

｡

英
気
乃
チ

洩
ル

｡

吾
情
以

テ

暢

ブ

べ

シ
｡

故
二

詩
ノ

室

長
ナ

ル

者
ハ

｡

挽
二

文
ノ

至

短

ナ

ル

者
卜

相

抵
ル

｡

而
シ

テ

二

者

古

今
ノ

間
二

並

ビ

行

ヒ

｡

優

劣

有
ル

ナ

(

3 1
〕

シ
｡

+

と
い

う
わ

け
だ

｡

数
行
し

て

い

え

ば
､

祖
裸

の

い

う

文

学

(

詩
と

文
章

)

は
､

儒
者
の

末
技
で

も

な

け

れ

ば
､

道
徳
の

下

位

に

あ

る

も

の

で

も

な
い

｡

宋
学
の

徒
が

､

文

学
の

本

質
を

無

視

し

て
､

詩
三

百

篇
に

､

道
学
的
教
訓

を

読
み

と

ろ

う
と

し

た

り
､

文

学
と

し
て

評
価
す
る

ま

え

に
､

そ

の

道

徳
性
を

問
題
に

す
る

よ

う

な

態
度
は

､

極

力
､

こ

れ

を

排
斥
す
る

｡

つ

ま

り
､

文

学
と

は
､

人

間

性
(

人

情
)

に

根
ざ

し

た

美
的
表
現

(

修

辞
)

で

あ
っ

て
､

人

が

こ

れ

に

感

動

す

る

の

は
､

い

わ

ば
､

そ

こ

に

自
己
の

人

生

と

交

叉

す
る

人

間
性
の

共
実
を

読
み

と

る

か

ら

な

の

で

あ

る
｡

こ

の

説

ほ
､

す
で

に

述
べ

た
､

人

間
は

生

き

も

の

で

あ

る

と

い

う

認

識

と
､

そ

こ

か

ら

導
き

出
さ

れ

て

組

襟
章
の

顕
著
な

特
徴
の

一

に

な

9 4っ
J

っ

た

道
学
否
定
の

主

張
と

を

噛

み

あ

わ

せ

て
､

そ

の

意
義
を

考
え

て

み

る

と

き
､

わ

が

近

世

文

学
史
に

お

い

て

は
､

大
い

に

注

目
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

見

解
で

あ

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

祝
祷
の

門
下
に

､

詩
は

海
内
に

比

類
な

し

と

評
判
さ

れ

た

服

部
南
部
の

ご

と

き
､

は

じ

め
よ

り
､

経

術
を

措
て

､

詩
と

文

章
と

(

3 2
)

で

不
朽
の

名

を

成
そ

う

と

志

し

た

も

の

が

集
っ

た

こ

と

も
､

ま

た
｡

当
然
で

あ
っ

た

の

だ
｡

も
っ

と

も
､

そ

う
は

い

っ

て

も
､

狙
裸
の

文

学

観
に

は
､

な

お
､

不

満
な

点
が

見
ら

れ

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

環

壇
に

類
す
る

こ

と

は

し

ば
ら

く

措
く

と

し
て

も
､

詩
文
を

説
く
に

､

し

ば
し

ば
､

経

学
に

至

る
一

階

程
と

し
て

の

効
用
を

以
て

し
た

こ

と

は
､

問
題
に

し

な
い

わ

け
に

は

い

か

な
い

で

あ

ろ

う
｡

た
と

え
ば

､

日

本
の

学

者
は

詩
文

を

学

ば
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

し

て
､

｢

聖

人

と

申

慎

も

唐
人

経
書
と

申
候
も

唐
人

言

葉
に

て

侯
故

､

文

字
を

よ

く

会
得

不
レ

仕

候
て

は

聖
人
の

道
は

難
レ

得
候

｡

文

字
を

会
得
仕

侯

事
は

､

古
の

人
の

書
を

作
り

候
と

き
の

心

持
に

成

不
レ

申
候
得
ば

済
不
レ

申

儀
故
■〕

詩
文

章
を

作
り

不
レ

申
候
得
ば

会
得
難
レ

成

事
多
御

庖
侯

｡

経

書
計

学

僕

人

は

中
々

文

字
の

こ

な

れ

無
二

御

寧
候

故
､

道
理

あ

ら

く
こ

は

く
る

し

く

御
座
候

事
に

て

侯
｡

依
レ

是
日

本

の

学

者
に

琳
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(

3 3
)

は

詩
文

章
殊
に

肝

要
な

る

事
に

て

御
座
候

｡

+

と

い

っ

て

い

る

の

が

そ

れ

で

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

れ

は
､

詩
の

本

質
と

は

関
り
の

な
い

､

副
次
的

な

効
用

を

説
い

た

つ

も

り

な
の

で

あ

ろ

う
が

､

そ

れ

に

し

て

も
､

草
間

と

文

学
と

の

け

じ

め

が

明

瞭
で

な
い

の

は
､

祖
裸
の

文

学
に

対

す
る

自

覚
が

､

ま

だ

脆
弱
で

あ
っ

た

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

三

い

う

ま
で

も

な

く
､

狙
裸

‥

は
､

礼

楽
の

制
作
者
た

る

唐

虞
三

代

(

3 4
)

の

帝
王

を

聖

人
と

称
し

た

の

で

あ

る

が
､

さ

て
､

そ

の

礼
楽
は

､

(

35
)

人

情
に

も

と
づ

い

て

制

作
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

故
に

､

｢

心

法

理

(

36
)

窟
の

沙

汰
は

曾
て

無
レ

之
+

､

風
雅
文

宋
の

の

び

や

か

な

も
の

で

あ

っ

た
､

と

説
い

て

い

る
｡

学

問
と

文

学

と
の

け

じ

め
が

明

瞭
を

欠

く

所
以
の

も
の

は
､

あ

る

い

は
､

こ

の

辺

の

論
理
に

由
来
し

て

い

る

の

か

も
し

れ

な
い

｡

ま

た
､

い

っ

ぽ

う

礼
楽

は
､

回

天

下
を

治

め

る

道
で

も

あ

る

わ

け

で
､

こ

れ

を

明
ら

か

に

す
る

こ

と
を

目

的

(

3 7
)

と

し
た

狙
裸
学
は

､

当

然
の

こ

と
と

し

て
､

政

治
的

支

配
者
層

に

属
す
る

も
の

の

み

が

学
ぶ

べ

き

学
問
で

も

あ
っ

た

わ

け
だ

｡

し

か

も
､

学
問
は

政

治
的
支

配

者
層
の

も

の

と

規
定

し

た

背

後
に

､

(

粥
)

｢

民
は

愚
か

な

る

物
に

て

候
+

と
い

う
牢
固
と
し

た

認
識
が

あ
っ

か

て
､

こ

れ

を

支

え

て

い

た
｡

祝
祷
の

考
え

る

と

こ

ろ

は

こ

う
で

あ

る
｡

｢

世

界
の

惣

体
+

は
､

古
の

聖
人

に

よ
っ

て
､

士

農
工

商
の

四

民
に

分

け

ら
れ

､

と

り

わ

け
､

士

は
､

農
工

商
三

民

を

治

め
て

乱

(

3 9

ノ)

れ

ぬ

よ

う
に

す
る

こ

と

を

そ

の

職
分

と

す
る

｡

わ

が

国
の

場
合

､

士
に

あ

た

る

も

の

は

武
士

階
級
で

あ

る

が
､

そ

れ

も
､

所
謂
文

官
･

武

官
に

分

け
て

考
え

る

な

ら
､

物
頭

･

侍
大

将
の

類
は

武
官
で

あ

り
､

武

技
･

兵

法
に

長
じ

た

人

が

こ

れ

に

任

す

る

が
､

い

っ

ぽ

ぅ
､

家
老

･

奉
行
な

ど

は

文

官
で

あ
っ

て
､

学
問
が

な

く
て

は

勤

ま
る

も
の

で

は

な

く
､

要
す
る

に
､

狭

義
の

士

大

夫
(

官

僚
)

と

い

ぅ
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

そ

の

他
の

平
士
の

類
は

､

所
謂
軍

卒
で

あ

っ

て
､

む

ろ

ん
､

士

大

夫
で

は

な
い

｡

少

し

ば
か

り
の

学
問
を

し
.

た

平
士
の

類
が

､

白
分
は

士

大

夫
だ

と

思
っ

て
､

そ

の

よ

う
に

振

(

4 0
)

舞
う
も
の

が

多
い

が
､

そ

れ

は

誤
り
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

学
問

は
､

要
す

る

に
､

国

家
を

治
め

る

た

め

の

術
で

あ

る

の

だ

か

ら
､

主
君

を

輔
佐
し

て
､

こ

れ

を

天

下
に

施
す
べ

き

位
に

あ

る

も
の

､

な
い

し

は
､

そ

の

候
補
者
た

る

も

の

が

学
ん

で
､

は

じ

め
て

有
用

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

に
､

人
の

分

限

と
い

う
も
の

は
一

定

し
て

い

て

こ

そ
､

人
心

は

売
り

､

落
着
く

も
の

で

あ

る
｡

そ

こ

が

封
建
の

世
の

よ

い

と
こ

ろ

で
､

土

民
よ

り

起
っ

て

宰
相
の

位
を

も

得
る

こ

と

が

で

き
る

と
い

う
の

で

は
､

立

身
を

願
う
心
が

盛

ん

と
な

り
､

脱
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世
の

中

は

落

着
か

な

く
な

る

で

あ

㌔
ル

｡

阻
裸
は

､

人

間
と

い

う

も

の

を
､

こ

う

考
え
て

い

た
｡

だ

か

ら
､

狙
裸
の

文

学

観
が

､

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

人

間

性
の

解
放
を

め
ざ

し

た
､

西

鶴
ら

元

禄
文

学
の

精
神
に

も
つ

な

が

り

得
る

一

面
を

有
し

な

が

ら
､

人

間
に

対

す
る

か

か

る

偏
見
を

軸

と

し
て

い

た

が

た

め

に
､

そ

の

極
端
な

尚
古

思

想

と

相

侯
っ

て
､

実
際
に

作
品
と

し

て

結
晶
し

た

も
の

は
､

生
き

も
の

で

あ

る

は

ず

の

人

間
に

は

背
を

む

け
た

､

花
鳥
の

諷

詠

で

し

か

な

か

っ

た

の

だ
｡

そ

れ

も
､

自
然
と

い

ぅ

超
越
的
な

カ
の

所
有
者
に

自
己

を

対

置
す
る

こ

と
に

ょ

っ

て
､

そ

の

文

学
に

､

人

間
の

本

質
に

迫
る

あ

る

厳
し

さ

を

加

え

よ

う

と

す
る

体
の

も

の

で

あ

る

な

ら

ば
､

こ

れ

は

ま
さ

に
､

新
紀
元

を

劃
す
る

も
の

と

な
っ

た

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

だ

が
､

現

実
に

そ

こ

に

あ

る

も
の

は
､

月

次
な

意
味
で

の

風
流

･

好
事
で

あ

り
､

あ
る

い

は
､

文

雅
の

応
酬
で

あ

る

と

い

う
の

で

あ

っ

て

は
､

ま
た

､

何

を
か

い

お

う
｡

倍
辞
の

た

め

の

修
辞
の

む

な

し

さ

は
､

あ

ら

た

め

て

い

う
ま

で

も

な
い

｡

し

か

も

な

お
､

阻
彿

は
､

そ

の

文

学
が

､

農
工

商
三

民
を

治
め

る

士

大

夫
の

風
雅
文

宋

な
る

の

び

や

か

な

情
を

古

文

辞
に

託
し

て

表
現

し

た

も
の

で

あ

る

が

故
に

､

文
で

あ

り
､

雅
で

あ

り
､

か

つ

ま
た

､

聖
人
の

道
に

も

か

な
い

､

礼

楽

廃
れ

て

混

濁
し

た

時
代
の

愚

か

な

る

人

間
の

俗

事
･

俗
情
を

写

し

た

も
の

と

は
､

本

質
的
に

異
る

も
の

だ

と

考
え

湖

て

い

た
｡

つ

ま

り
､

そ

の

文

学
は

､

あ

く

ま

で

も

士

大

夫

階
級
の

も
の

で

あ
っ

て
､

決
し
て

人

間
一

般
の

も

の

で

は

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

か

か

る

傾
向

は
､

南
部
を

は

じ

め
､

謹
門
の

文

人

た

ち
に

よ

っ

て

忠

実
に

継

承
さ

れ
､

こ

の

派
の

一

大

特
徴
を

成

す
に

至
っ

た
｡

｢

ス

ベ

テ

詩
文
ハ

君

子
ノ

詞
ニ

テ

候
ヘ

バ

､

必
シ

(

4 2
〕

モ

匹

夫

匹

婦
ニ

ヨ

ク

通
ズ

ル

タ

メ

ノ

物
ニ

テ
ハ

無

之

候
+

と

い

う

南
部
の

こ

と

ば

は
､

そ

う
し

た

意
識
の

び

と
つ

の

表
れ

で

あ
っ

た

の

だ
｡

以

下

は

ま
だ

､

臆
測
の

域
を

出
な
い

が
､

わ

た

し

は
､

戯
作
と

い

う
こ

と

ば
､

な
い

し

は

意
識
が

､

そ

の

発
生
の

当

初
に

お

い

て

は
､

必

ず
し

も
､

漠
然
と

､

伝
統
的
な

文

学
で

あ
る

和
歌

･

漢
詩

文
一

般
に

対

し
て

､

新
興
の

勢
力
を

形
成

し
っ

つ

あ
っ

た

己

れ

ら

の

俗
文

学
を

自

称
し

た

の

で

は

な

く
､

上

記
の

ご

と

き

士

大

夫

意

識
を

振

り

廻
し

て
､

文

壇
を

わ

が

も
の

顔
に

澗
歩
し
て

い

た

謹
固

派
の

文

学

を
､

と

く

に

強
く

意
識
し

､

か

れ

ら
が

す
っ

か

り

忘
却

し

て

い

た

生

き

も
の

と

し

て

の

人

間
を

描
く
こ

と

に
､

そ

の

文

字

を

使
用
し

た

の

で

は

な
か

っ

た

か
､

そ

う

考
え
て

み

た

く
な

る

の

で

あ
る

｡

(

l
)

｢

答
稲
子

善
+

(
｢

祖

裸

集
+

巻
二

七
)

に

｢

李

王
二

公

没

世

用

,
♯

や



( 2 7 ) 荻 生 祖 彿

其

力

於

文

革
之

某
｡

桶

不

追

及

経

術
｡

然
不

停

藷

共
学

｡

以

市

境

緩

衝

之
一

斑

焉

⊥

と

あ

る
｡

(

2
)

｢

訳
文

堆

蹄

題

言

十

則
+

(

｢

但

裸

集
+

巻
一

九
)

に
､

｢

此

方

学

者
｡

以

方

言
読

書
｡

号

日

和

訓
｡

取

諸

訓

話

之

義
｡

真
実

訳

也
｡

両

人

不

知
其

為
訳

実
｡

古

人

目
｡

読

書

千

遍

其

義

自

見
｡

予

幼

時
｡

切

怪
古

人

方

其

義

夫

見
時

｡

如

何

能

読
｡

殊

不

知

中

華

読
書

｡

従

頭
直

下
｡

一

如
此

方

入

念
仏

経

陀

羅
尼

｡

政

雄

未

解

其

義
｡

亦

能

読

之

耳
｡

君

此

方

読

法
｡

順
逆
廻

環
｡

必

移

中

華

文

字
｡

以

就

方

言

者
｡

一

読

便
解

｡

不

解
不

可

読
｡

信

平

和

訓

之

名

為

当
｡

而

学

者
宜

或
易

於

為

力

也
｡

但
此

方

白

石

此

方

言

語
｡

中

華

自

有

中

華

言

語
｡

体

質
木

殊
｡

由

何

臍

合
｡

是
以

和

訓

廻

環
之

読
｡

雑

著

可

通
｡

芙

為

牽

琴
｡

+

と

あ

る
｡

祖

彿
が

は

じ

め
て

唐

話

を

学
ん

だ

の

は
､

長

崎
の

通

番
の

子

で
､

中

国
人

の

落

し

胤

と

も
い

わ

れ

る

鞍

岡

蘇

山

で
､

.
元

禄
一

一

年
､

一

九

歳
の

蘇

山

が

阻

彿
の

門
に

遊
び

､

の

ち

阻

裸
の

す

す

め
で

柳

沢

家
に

仕
え

た
の

が

き
っ

か

け
で

あ
っ

た
｡

岡
嶋

冠
山

･

中

野

損

謙
･

深

見

玄

岱
ら

と

交

り

を

結
ん

だ
の

は

そ

の

後
で

あ

る
｡

(

3
)

｢

与

江

若

水
+

第
五

(

｢

祝

祷

集
+

巻
二

六
)

｡

原

漢
文

｡

(

4
)

石

崎

又

道

民

｢

近

世

日

本
に

於

け
る

支

部
俗

語

文

学

史
+

一

三

四

頁
以

下
｡

(

5
)

も
っ

と

も
､

｢

明

律

国

字

解
+

を

著
し

た

阻

彿
が

､

｢

大

島

明

律

.
之

難
解

者
｡

不

過

此

方

学

者

不

語

俗

語
｡

+

｢

与

香
国

禅

師
+

第
一

五
｡

｢

狙

裸

集
+

巻
二

九
)

と
い

う
の

は

し

か

た

な
い

と

し

て

も
､

｢

崎

陽
訳

士
｡

如

意

之

輩
｡

尚

能
不

能
通

暁

者
｡

以

其

為

衝

門

中

語

也
し

+

〔

同

上
)

と
い

い
､

｢

不

佐

嘗

読
明

律
｡

頗

費
工

夫
｡

後

来

広

接

辞

害

得
通

暁

明

代

官

府

中

事

体
｡

而

後
回

頭
以

看
｡

則

律

令

之

書

朴

明

如

指

掌
｡

是
国

字

解
之

所
以

作

也
｡

+

(

同

上
)

と
い

う
の

が
､

鳩

巣

が

暴

露
し

た
ご

と

く
､

そ

の

伝
を

冠
山
に

受

け

た

と

す
れ

ば
､

ち

よ

っ

と
､

ほ

ら
が

過
ぎ

る

よ

う
だ

｡

(

石

崎

氏

前

掲

書
五

三

頁
｡

)

(

6
)

｢

答

崎

陽
田

辺
生
+

(

｢

祖

裸

集
+

巻
二

五
)

｡

ほ

か

に

も
､

た

と

え

ば
､

｢

与

江

若

水
+

第
八

(

｢

狙

裸

集
+

巻
二

六
)

｡

原

漢
文

｡

(

7
)

｢

訳

文

笠

蹄

題

言

十

則
+

｡

原

漢

文
｡

(

8
)

｢

文

会

津

記
+

巻
一

｡

(

9
)

｢

復

安

澹
泊
+

第
三

(

｢

阻

裸
集
+

巻
二

八
)

｡

原

漢
文

｡

(

1 0
)

｢

弁

這
+

｡

｢

与

富

春

山

人
+

第
七

(

｢

祝

祷

集
+

巻
二

二
)

｡

｢

答

屈

景
山
+

第
一

(

｢

狙

彿

集
+

巻
二

七
)

｡

原

漢

文
｡

ま

た
､

｢

与

冨

春

山

人
+

第

七
に

は
､

｢

以

東

夷
之

人
｡

両

得

聖

人

之

這

於

遺

経

者
｡

亦

李

王
二

先

生

之

賜

也
｡

+

の

文

字
も

見
え

る
｡

(

1 1
)

｢

答

屈

景
山
+

第
一

に
､

｢

伝

注
之

作
｡

中
略

以

理

求

諸

心
｡

両

不

求

諸

事
与

辞
｡

故

其
枇

謬
｡

不

可

勝
道

｡

中
略

皆

柾

辞

以

従
己

之

見

焉
｡

+

と

あ
る

｡

(

1 2
)

｢

答

屈
景
山
+

第
二

に
､

｢

不

知
経

着

古

也
｡

伝

注

者

今
也

｡

以

伝

注

解

緩

着
｡

以

今

視

古

着
也

｡

非

通

古

着

也
｡

+

と

あ

り
､

｢

復
安

澹
泊
+

第
三

に
､

｢

古

辞

之
不

伝
於

世

者

久

夫
｡

皆
以

今

言
祝

古

言
｡

且

不

識

古

文

体

勢
｡

是
以

穿
整
甚

多
｡

+

と

あ

り
､

｢

与

首

巻

山
人
+

第

七
に

も
､

｢

近

来
同

居

無

事
｡

轍
取

六

経
以

読

之
｡

楷

相

知
古

言

不

与

今

言

同

也
｡

邁

福
栄

秦
漢
以

上

古

言

以

求

之
｡

雨

後
悟
宋

儒
之

豊

富
｡

宋
儒

皆
以

今

言

祝

古

言
｡

+

と

あ

り
､

｢

弁
這
+

ま

た
､

｢

後

世

人

不

識

古

文

辞
｡

故
以

今

言

祝

古

言
｡

■
聖

人

之

道
不

明
｡

+

と
い

う
｡

(

1 3
)

｢

護
国

随

筆
+

巻
二

｡

原

漢
文

｡

(

1 4
)

た
と

え

ば

｢

復

芳
劫

仙
+

(

｢

阻

彿

集
+

巻
二

六
)

に
､

｢

憶

不

3 9 7



一 橋論 叢 第 五 十
一

巻 第 四 号 ( 2 8 )

侵

嘗

修

書

伊

仁

斎
｡

而

仁
斎

不

報
｡

予

童

子

今

薄

其

為
人

兵
｡

+

と

あ

る
｡

(

1 5
)

｢

復

安

澹
泊
+

第
三

｡

ま

た
､

｢

答

島
謙

叔
+

(

｢

祖

彿

集
+

巻
二

五

に

も
､

｢

不

備
一

時

悪

伊
氏

務

張
皇

門

庭

所

著
｡

当

共

時
｡

実

未

開

通
｡

以

今

観

之
｡

華

弁
傷

徳
｡

抄

識

害

這
｡

深

可

恒
恩

｡

+

と

い

い
､

｢

答

屈

景
山
+

第
一

に

も
､

｢

共

時

識

見

未

定
｡

争
心

未

消
｡

+

と
い

っ

て

い

る
｡

(

1 6
)

｢

答

屈

景
山
+

第
一

｡

(

1 7
)

｢

訳

文
笠

蹄

題

言

十

則
+

｡

(

1 8
)

以

下
､

｢

訳

文
笠

蹄

題

言

十

則
+

に

よ
っ

て

述
べ

た

が
､

達

意
･

修

辞
の

部
分

は
､

さ

ら
に

､

｢

諸
国

随

筆
+

巻
四

を

参

照
し

た
｡

(

1
･
9
)

｢

四

家

債
例

六

則
+

(

｢

祖

彿

集
+

巻
一

九
)

に
､

｢

六

朝
之

靡
｡

韓
柳
以

理

勝

之
｡

別

開

門

戸
｡

宋

元

之

弊
｡

李
王

以

辞

勝

之
｡

復

古

之

業
始

備
｡

雄

復
歴

千

載
｡

唯

此

四

家

為

作

文
之

規

矩

準

縄

也
｡

+

と
あ

る
｡

ま

た
､

｢

答

屈

景

山
+

第
一

に

も
､

｢

夫

後
世

文

章
之

士
｡

能
卓
然

法
古

着
｡

唯

韓

柳

李
王

四

公
｡

故

不
備

嘗

作
為

四

大

家

寓
｡

以

詣

門

人
｡

+

と

あ

る
｡

(

2 0
)

｢

答

屈

景
山
+

第

二

ま

た
､

｢

与

竹

春
庵
+

第
一

(

｢

祖

裸

集
+

巻
二

七
)

に

は
､

｢

韓

柳

八

家

之

文
｡

世

所

欣

嘉
｡

然

英

文

有

篇

無

句
｡

理

勝
而

辞

病
｡

長

議

論
｡

而

短

叙

事
｡

何

況

風
雅

乎
｡

是
文

之

偏
者
已

+

と

も
い

っ

て

い

る
｡

(

2 1
し

｢

幕
間

随

筆
+

孝
三

に
､

｢

仁

斎

恵
理

字
殊

甚
｡

然

今

観

英

語

孟

字

義
老

子

間

大

学

弁

等

書
｡

豊

不

勃

率
理

窟
乎

｡

+

ト
+

あ

る
｡

(

2 2
)

｢

串
間

随
雫
+

巻
二

に
､

｢

観

於

仁

斎

説
■｡

其

佳

考
∪

皆

先

儒

説
じ

勤
以

為
己

有
｡

不

孝
〕

多

其

意

見

所

牽
｡

硬
語

強

弁
｡

一

以

排

撃

先

儒
｡

立

己

門

戸

為

事
｡

+

と

あ

る
｡

(

2 3
)

｢

葦
圃

随
筆
+

巻
四

に
､

｢

仁

斎

悪

理

殊

甚
｡

両

英

文

皆

議

論
｡

其
詩

皆
頭
巾

気

習
｡

巽

未
塊
埋

頭
理

窟
耳

｡

+

と

あ
る

｡

(

2 4
)

｢

与

平

子

彬
+

第
三

(

｢

祖

裸

集
+

巻
二

二
)

｡

原

漢
文

｡

(

2 5
)

｢

答

屈

景

山
+

第
一

に
､

｢

聖

人

之

心
｡

不

可

得

両

測

兵
｡

唯
聖

識

聖
｡

宋
儒

之

所

為
｡

堂
不

備

乎
｡

不

備

則

不

敢
｡

天

道

則

高
夫
美

英
｡

務
劣
之

資
｡

不

可
企

及
｡

故
卑
卑
焉

求

事

与

辞
｡

真

心

謂
儒
者

之

業
｡

唯

守

古

聖

人

之

書
｡

以

詔

後
世

｡

其

斯

可

也
｡

+

と

あ

る
｡

ま

た
､

｢

復
安

澹
泊
+

第
三

に

も
､

｢

聖

人

之

心
｡

唯

聖

人

而

後

知

之
｡

亦

非

今

人

所

能

知
也

｡

故

共

可

得
而

推

者

事

与

辞

耳
｡

事

与

辞

錐

卑

卑

焉
｡

儒

者

之

業
｡

確
守

章
句

｡

伝

諸

後

世
｡

陳
力

威
列

｡

唯

是
其

分
｡

若

共

道
｡

則

以

竣
後

聖

人
｡

是
不

備

之

志
也

｡

+

と

あ

る
｡

(

2 6
)

｢

弁

名
+

巻

上
に

､

｢

天
道

也

者
自

上

古

聖

人

之

時
｡

既
己

有

所

由

焉
｡

至

於

亮

舜

而
後

退

立

憲
｡

歴

巌

周

而

後

益

備

焉
｡

是
更

数

千

歳
数

十

聖

人
｡

尽

其
心

力

智
巧

以

成

之
｡

宝
一

聖

人
一

生

之

カ

所

能

為

哉
｡

+

と

あ
る

｡

(

2 7
)

｢

与

竹

春

庵
+

第
二

(

｢

狙

裸
集
+

巻
二

七
)

に
､

｢

毒

春

先

之

後
｡

無
聖

人
也

｡

殉
世

尊

信
之

｡

則
流
俗

之

見
己

｡

必

以

己

心

定

之

乎
｡

乃

身

処

聖

人

者
也

｡

中
略

不

任
所

不

敬
｡

+

と

あ

る
｡

(

2 8
)

｢

祖

裸
先
生

答

間

書
+

巻

上
｡

(

2 9
)

｢

阻

裸

先
生

答

開

署
+

巷

下
｡

(

3 0
)

｢

柑

裸

先
生

答

間

吾
+

巻

中
｡

な
お

､

こ

れ

に

続
け

て

詩
の

効

用
を

論
じ

､

｢

是
を

学

び

俣

と
て

道

理
の

優
に

は

成

不
レ

申

候

得

共
､

言

葉
を

巧
み

に

し

て

人

情
を

よ

く
の

べ

候

故
､

其
力

に

て

自

然

と

心

こ

な
れ

､

道
理

も

ね

れ
､

又

道

理
の

上

ば

か

り

に

て

は

見

え

が

た

き

J 9 ∂

q
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3 9 9

_

世
の

風

儀
国
の

風

儀

も

心
に

移
り

､

わ

が

心

を
の

づ

か

ら

に

人

情
に

行
き

わ

た

り
､

高
き

位
よ

り

購

き

人
の

事
を

も

し

り
､

男
が

女
の

心

ゆ

き

を

も

し

り
､

又
か

し
こ

き

が

愚
な

.
る

人
の

心

あ

わ

は
び

を

も

し

ら
る

る

益

御

座

候
■｡
+

と
い

っ

て

い

る

が
､

こ

れ

は
､

詩

を

読

む

こ

と
に

ょ

っ

て
､

所

謂

博
捜

が

豊
か

に

な

る

こ

と

を

指

摘

し
て

い

る

と

解
釈

す
べ

き

で
､

朱

子

学

者

な
ど

に

見
ら

れ

る

功

利

的

文

学

観

と

は
､

一

応
区

別

し

て

お

か

ね

ほ

な

ら

な
い

｡

(

3 1
)

｢

答

崎

陽
田

辺

生
+

｡

(

3 2
)

｢

文

会

媒

記
+

巻
一

下
｡

(

3 3
)

｢

阻

彿
先
生

答

問
書
+

巷

中
｡

(

3 4
)

｢

弁
名
+

巻
上

に
､

｢

聖

者

作

者

之

称
｡

+

と

あ

る
｡

な

お
､

註

二

六

を

参
照
さ

れ

た
い

｡

(

3 5
)

｢

復

安

澹
泊
+

第
六
に

､

｢

聖
人

之

制

札
｡

本

於

人

情

英
｡

+

と

あ

る
｡

(

3 6
〕

｢

祖
裸

先

生

答

開

署
+

巻

下
｡

(

3 7
)

｢

弁
名
+

巻

下
に

､

｢

学

者
｡

謂
学

先

王

之

道

也
｡

先
王

之

道
｡

在
詩

書

礼

楽
｡

故

学

之

方
｡

亦

詩

書
礼
楽

所
巳

夫
｡

+

と

あ
る

｡

(

3 8
)

｢

阻
探

究

生

答

間

書
+

巻
中

｡

(

3 9
)

｢

祝

祷

先
生

答
問

書
+

巻
上

｡

(

4 0
)

｢

狙

彿

先
生

答

問

書
+

巻

下
｡

(

4 1
)

｢

祖

彿
先
生

答

間
書
+

巻
上

｡

(

4 2
)

｢

南

部

先
生

燈
下

書
+

｡

付
記

な
お

､

拙

稿

｢

士

大

夫
の

文

学
+

(

｢

国
語

と

国
文

学
+

昭

和
三

九

年

四

月

号
)

は

本
稿
と

表

裏
を

な

す
も

の

故
､

御
参
照

下

さ

れ

ば

幸
い

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

学

講
師
)




